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１ 。 は じ め に
財 団 法 人 千 葉 県 文 化 財 セ ン タ ー で は 研 究 紀 要 の 一 環 と し て 自 然 科 学 的 な 最 新 の 分 析

方 法 に よる 貝 塚 の 研 究 を １ ９ ９ ５ 年 か ら ３ 年 計 画 で 行 って い る 。 そ の 一 環 と して 千 葉 県 内
に 所 在 す る 貝 塚 か ら 出 土 し た 貝 を 試 料 と し て 年 代 測 定 を 行 い 土 器 編 年 と の 対 応 関 係 に
つ い て の 検 討 を 行 う こ と に し た 。 従 来 、 当 セ ン タ ー を は じ め 多 く の 発 掘 調 査 機 関 に お
い て 、 １ ４ Ｃ 年 代 測 定 を 学 習 院 大 学 に 依 頼 して き た 。 学 習 院 大 学 の 分 析 は β 線 ガ ス 比 例
計 数 管 法 と い わ れ る 方 法 で あ る 。 こ の 方 法 で は す で に 膨 大 な 測 定 結 果 が だ さ れ 、 一 定
の 評 価 を 得 て い る が 、 必 要 な 試 料 の 量 が 多 い こ と や 、 計 測 に 時 間 が か か る と い っ た 問
題 点 な ど も 指 摘 さ れ て い る 。 タ ン デ ト ロ ン 加 速 器 質 量 分 析 計 に よ る 年 代 測 定 に つ い て
は 試 料 の 必 要 量 が 少 な く 、 効 率 的 に 計 測 で き る な ど の 点 、 ま た 、 従 来 の β 線 ガ ス 比 例
計 数 管 法 と の 比 較 に よ っ て そ の 有 効 性 を 確 認 す る デ ー タ を 蓄 積 す る こ と が で き る 点 な
ど か ら 、 年 代 測 定 を 試 み る こ と に し た 。

２。考古学と１４Ｃ年代測定
現 在 、 一 般 に 知 ら れて い る 縄 文 時 代 の 絶 対 年 代 は 、 すべ て １ ４ Ｃ 年 代 測 定 法 に よ っ て

得られたデータである。これは１９５０年代後半に行われた関東地方の縄文貝塚の調査と、
そ れ に 合 わ せ て 行 わ れ た 学 習 院 大 学 に よ る 出 土 貝 殻 や 木 炭 の １ ４ Ｃ 年 代 測 定 に よ る と こ
ろ が 大 き い （ 渡 辺 １ ９ ６ ６ ） 。 し か し 、 こう して 得 ら れ た 結 果 はそ れ ま で の 伝 統 的 な 土 器
編 年 を も と に し た 研 究 と 大 き く 乖 離 す る も の と な っ た た め 、 大 き な 論 争 を 巻 き 起 こ し
た 。 現 在 の と こ ろ 大 勢 と して は １ ４ Ｃ に よ る 年 代 に よ っ て 縄 文 時 代 の 年 代 を 考 え る よ う
に な っ て い る が 、 １ ４ Ｃ 年 代 測 定 そ の も の に 対 す る 一 種 の ア レ ル ギ ー の よ う な も の が 存
在 す る よ う で 、 必 ず し も 十 分 な 検 討 が 加 え ら れ て い な い と い え る 。 こ う し た 状 況 を 生
み だ し た 要 因 に つ い て こ こ で 検 討 す る こ と は 控 え る が 、 簡 単 に い え ば 自 然 科 学 的 な 分
析 全 般 に 対 す る 考 古 学 側 の 認 識 不 足 、 あ る い は 自 然 科 学 的 な 分 析 を 行 っ て 得 ら れ た 結
果 に 対 し 、 考 古 学 と し て ど の よ う な 意 昧 づ け を 行 う か と い う 意 識 の 低 さ な ど が 主 な も
の と して 挙 げら れ よ う 。

３ 。 試 料 の 信 頼 性
従 来 、 当 セ ン タ ー に お い て も １ ４ Ｃ 年 代 測 定 に 供 し た 試 料 は ほ と ん ど が 炭 化 木 材 で あ

る 。 炭 化 木 材 は 採 取 し や す い こ と や 、 試 料 と し て の 信 頼 性 の 高 さ な ど を 理 由 と し て 多
く 使 わ れ て い る 。 し か し 、 特 に 台 地 上 の 遺 跡 で は ロ ー リ ン グ さ れ て い る 可 能 性 は 常 に
つ き ま と う 。 ま た 、 分 析 の 方 法 以 外 に 試 料 の 採 取 方 法 な ど に 対 す る 信 頼 性 も 問 題 と な
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っ て き た 。 す な わ ち 採 取 さ れ た 試 料 が 土 器 編 年 上 い つ の 時 期 の も の か 、 ど の よ う な 遺
構 に 関 連 し た も の か 、 ど の よ う な 状 況 で 検 出 さ れ た か な ど が 明 ら か に な っ て い な い も
のも多いようである。
当 セ ン タ ー で は 千 葉 県 下 の 主 要 貝 塚 の 確 認 調 査 を 継 続 し て 実 施 し て い る ほ か 、 開 発

に 伴 う 大 規 模 な 貝 塚 の 調 査 を 行 っ て き た 。 そ の 際 貝 層 の コ ラ ム サ ン プ ル を 採 取 し て 分
析 す る 方 法 が 確 立 し て お り 、 採 取 位 置 や 貝 層 の 出 土 遺 物 、 土 器 編 年 上 の 時 期 な ど が 明
確 に で き る デ ー タ が 蓄 積 さ れ て い る 。 持 ち 帰 っ た サ ン プ ル の 中 か ら 時 期 を 明 確 に で き
る 部 分 の 試 料 を 後 か ら 選 択 で き る こ と も 大 き な メ リ ッ ト で あ る 。 ま た 炭 化 物 ・ 有 機 物
の 試 料 に 比 べ 、 採 取 さ れ て か ら 時 間 が 経 過 し て も 変 質 す る 心 配 が な い な ど の 利 点 が あ
る 。 こ う し た こ と か ら 今 回 の 分 析 に 当 た っ て は 、 コ ラ ムサ ン プ ル の 貝 殻 を 使 用 し た １ ４
Ｃ 年 代 測 定 の 有 効 性 が 焦 点 に な っ た 。

４ 。 コ ラ ム サ ン プ ル の 採 取 方 法
貝 層 の コ ラ ムサ ン プ ル は 、 貝 塚 特 有 の 動 物 遺 体 の 分 析 に は 欠 か せ な い 資 料 で あ る （ 小

宮 １ ９ ８ ６ ） 。 食 料 と な る 貝 の 種 類 は 言 う ま で も な く 、 定 量 分 析 に よる 貝 種 の 採 取 量 の 違
い な ど を 詳 し く 見 る ほ か に 貝 の 成 長 線 分 析 用 と し て も 良 好 な 資 料 で あ る 。 ま た 、 サ ン
プ ル の 水 洗 選 別 法 に よ っ て 微 細 貝 や 魚 骨 の 貴 重 な デ ー タ を 取 る こ と が で き る 。 年 代 測
定 用 の 試 料 と し て も こ の コ ラ ム サ ン プ ル を 活 用 す る こ と が 可 能 で あ る 。 コ ラ ム サ ン プ
ル の 採 取 法 に つ い て 、 筆 者 が 実 際 に 担 当 し た 野 田 市 来 金 野 井 貝 塚 の 事 例 を も と に 、 簡
単に説明しておく（安＃１９９４）。
こ の 調 査 は 国 の 補 助 金 で 行 う 「 重 要 遺 跡 発 掘 調 査 」 の 一 環 と し て 、 将 来 の 保 護 と 活

用 を 計 る た め の 基 礎 資 料 を 得 る こ と を 目 的 と して 、 平 成 ５ 年 １ ０ 月 に 貝 塚 の 地 形 測 量 と
ト レン チ に よ る 確 認 調 査 を 行 っ た （ 図 ２ ） 。 確 認 ト レン チ を ２ ０ ０ ❹ 分 設 定 して 貝 層 の
範 囲 の 確 認 を 行 っ た が 、 面 状 貝 層 上 の ３ ヵ 所 か ら サ ン プ ル を 採 取 し た 。 図 ３ で は そ の
う ち ２ ト レ ン チ で 行 っ た 作 業 の 状 況 を 示 し て い る （ 図 ２ で 矢 印 で 示 し た ト レ ン チ ） 。
貝層上に４０ｃｍｘ４０ｃｍの枠を設定し、垂直に掘り下げながら採取する。深さ５ｃｍを１
Ｃ ｕ ｔ と し 、 貝 層 上 面 か ら 下 端 部 ま で 、 連 続 的 に 採 取 して い く 。 断 面 観 察 に よ っ て 貝 層
の 堆 積 状 況 の 記 録 も 行 う が 、 サ ン プ ル の 採 取 は こ れ と は 無 関 係 に 機 械 的 に 行 う 。 ま た 、
貝 層 の 下 部 な ど は ほ と ん ど 土 で 、 貝 殻 が 少 量 混 入 す る だ け の 状 況 に な る こ と も あ る が 、
定 量 的 な 分 析 が 主 眼 と な る の で 土 も 含 め て 全 て 採 取 す る 。 来 金 野 井 貝 塚 に お い て は ４ ５
ｃｍ厚の貝層から、計９Ｃｕｔ採取した。
採取したサンプルは９．５２、４、２、１ｍｍメッシュの試験飾を用いて水洗分離を行い、

室 内 乾 燥 後 選 別 を 行 う 。 貝 類 は ９ ． ２ ５ 、 ４ ｍ メ ッ シ ュ 面 上 に 残 っ た 資 料 に つ いて 選 別 作
業 を 行 う 。 こ う し て 選 別 し た 貝 は 種 別 同 定 と 計 測 を 行 っ て 貝 層 の 貝 類 組 成 を 分 析 す る
た め の 基 礎 資 料 と な る 。 今 回 の 分 析 で 使 用 し た 貝 は 、 基 本 的 に は こ う し た 方 法 で 採 取
されたものである。
サ ン プ ル を 採 取 す る 場 所 は 当 然 調 査 の 状 況 に 応 じ て 決 め る こ と に な る が 、 堆 積 状 況

が 良 好 で あ る こ と 、 水 平 堆 積 で あ る こ と 、 時 期 が 決 定 で き る 資 料 が 伴 う こ と が 前 提 と
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な る 。 貝 塚 の 貝 層 に は 大 ま か に ２ 種 類 あ る 。 一 つ は 面 状 貝 層 と 呼 ば れ る も の で 、 一 般
で 考 え ら れ て い る 貝 塚 は ほ と ん ど が こ れ で あ る 。 有 名 な と こ ろ で は 千 葉 市 の 加 曽 利 貝
塚 な ど が あ り 、 馬 蹄 形 あ る い は 環 状 に 広 が る 巨 大 な 面 状 貝 層 が 、 縄 文 時 代 の 貝 塚 の 一
般 的 イ メ ー ジ と な っ て い る 感 が あ る が 、 そ の よ う な 貝 層 は 、 実 は か な り 長 い 年 月 を 経
て 堆 積 し た も の で あ り 、 地 点 に よ っ て 時 期 が 異 な る こ と が 珍 し く な い 。 そ う し た と こ
ろ で は 調 査 時 に か な り 注 意 を 払 う 必 要 が あ る し 、 場 合 に よ っ て は そ れ で も は っ き り し
た 時 期 が 分 か ら ず に 終 わ る こ と も あ る 。 も う 一 種 類 は 地 点 貝 層 と 呼 ば れ る も の で 、 使
わ れ な く な っ た 竪 穴 住 居 や 土 坑 と 呼 ば れ る 人 工 の 穴 に 、 ゴ ミ と し て 貝 殻 や 骨 な ど を 一
括 投 棄 し て で き た も の で あ る 。 ほ と ん ど が 極 め て 短 期 間 に 捨 て ら れ た も の で あ る た め 、
あ る 程 度 限 ら れ た 単 位 で の 生 活 の 様 相 を 反 映 して い る も の と 考 え る こ と が で き 、 ま た 、
出 土 遺 物 か ら 時 期 の 特 定 も 容 易 で あ る 。 こ の よ う な 理 由 か ら 、 選 び 出 さ れ た 試 料 は 地
点 貝 層 か ら 採 取 し た も の が 主 と な っ て い る 。
東 金 野 井 貝 塚 で 採 取 し て 今 回 分 析 に 使 用 し た サ ン プ ル は 、 図 ３ の ２ ト レ ン チ で 検 出

さ れ た 面 状 貝 層 の も の で あ る 。 面 状 貝 層 で あ る も の の 、 真 下 か ら は 縄 文 時 代 後 期 初 頭
の 堀 之 内 １ 式 の 住 居 跡 が 検 出 さ れ て お り 、 実 質 的 に は 地 点 貝 層 に 近 い 性 格 を 持 っ て い
る 。 ま た 、 貝 層 直 上 の 黒 色 の 腐 植 土 か ら は 縄 文 時 代 晩 期 初 頭 の 土 器 が 多 量 に 出 土 し て
お り 、 時 期 の 特 定 も 容 易 で あ る 。 掲 載 し た 土 器 の 実 測 図 は サ ン プ ル を 採 取 し た 部 分 か
ら 出 土 し た も の で は な い が 、 以 上 の 状 況 を ふ ま え た 上 で 貝 層 の 堆 積 し た 時 期 の も の と
判 断 し た 土 器 で あ る 。 縄 文 時 代 後 期 中 葉 の 加 曽 利 Ｂ １ 式 で あ る 。

５ 。 サ ン プ ル 採 取 遺 跡
コ ラ ム サ ン プ ル を 採 取 し て い る 遺 跡 は 一 覧 表 の 通 り で あ る 。 タ ン デ ト ロ ン 加 速 器 質

量 分 析 計 の 試 料 と し た の は 、 こ の 内 の １ ０ 点 の 試 料 で あ る 。 縄 文 時 代 早 期 か ら 晩 期 ま で
の 試 料 を 抽 出 して い る 。
遺 跡 の 選 択 に 当 た っ て は 、 以 下 の 点 に 留 意 し た 。
① 貝 層 の 堆 積 時 期 が は っ き り と 分 か っ て い る も の で あ る こ と 。
な る べ く 供 伴 し て い る 土 器 の 形 式 が は っ き り 分 か る も の を 選 び 出 し た 。

② 時 期 と 地 域 が 多 種 多 様 な も の に な る よ う に す る こ と 。
千 葉 県 の 貝 塚 の 分 布 域 を 大 ま か に 分 け る と 、 東 京 湾 東 沿 岸 、 印 旛 ・ 手 賀 水 系 お よ
び 利 根 川 下 流 域 、 太 平 洋 沿 い に 分 け ら れ る 。 今 回 は 東 京 湾 東 沿 岸 の う ち 奥 東 京 湾
沿 い か ら ３ 遺 跡 ３ サ ン プ ル 、 現 東 京 湾 沿 い か ら ２ 遺 跡 ３ サ ン プ ル 、 利 根 川 下 流 域
か ら ２ 遺 跡 ２ サ ン プ ル 、 太 平 洋 沿 い か ら ２ 遺 跡 ２ サ ン プ ル を 使 用 し た 。 時 期 も 早
期 ２ サ ン プ ル 、 前 期 １ サ ン プ ル 、 中 期 ３ サ ン プ ル 、 後 期 ３ サ ン プ ル 、 晩 期 １ サ ン
プル と ほ ぼ 全 時 期 を 覆 う よ う に し た 。

６ 。 今 後 の 課 題
今 回 は １ ０ 点 の 試 料 の み で、 早 期 か ら 晩 期 ま で の 試 料 と して は 各 時 期 １ 点 に 近 く 、 あ

ま り に 少 な い と い え る 。 継 続 的 に デ ー タ を 蓄 積 して い き た い 。 試 料 と して 特 定 の 時 期 、
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例 え ば 中 期 加 曽 利 Ｅ 式 期 の よ う な 試 料 の 豊 富 な 時 期 に つ い て 測 定 を 行 い 、 そ の デ ー タ
に つ い て 検 討 す る こ と も 必 要 で あ ろ う 。 さ ら に 千 葉 県 に 限 っ て み れ ば 、 東 京 湾 側 と 太
平 洋 側 、 さ ら に 内 陸 の 印 旛 沼 周 辺 地 域 の 地 域 別 の デ ー タ の 特 性 を 検 討 す る こ と も 必 要
で あ る 。 ま た 、 貝 の 種 類 に よ っ て デ ー タ が ど の よ う に 違 う か を 検 討 す る 必 要 も あ ろ う
（浜田１９７０）。現在１０点の試料について測定中である。測定結果については（財）千葉
県 文 化 財 セ ン タ ー 研 究 紀 要 １ ９ の 中 で 詳 述 し た い 。

参考文献
渡辺直経（１９６６） 「 縄 文 お よ び 弥 生 時 代 の Ｃ １ ４ 年 代 」 『 第 四 紀 研 究 』 第 ５ 巻 第 ３ ・ ４

号
小 宮 孟 （ １ ９ ８ ６ ） 「 水 洗 選 別 法 に よ る 遺 物 採 集 の 効 果 」 『 千 葉 県 文 化 財 セ ン タ ー 研 究

紀要』１０
安井健一（１９９４）『野田市東金野井貝塚発掘調査報告書』（財）千葉県文化財センター
浜田達二（１９７０）「１４Ｃ年代測定における試料の問題」『考古学と自然科学』第３号
な お 、 表 作 成 に 使 用 し た 文 献 は 割 愛 さ せ て い た だ く 。
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図１分析用サンプル採取遺跡
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図２重要遺跡確認調査の例（野田市東金野井貝塚）
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図３貝サンプル採取法

２Ｔ平面図・セクション図（１：１００）

轟

ム

ム

ド
吻
降
ら

ざ
Ｂ
Ａ

ム

合

ム

ム

＆

＆

４

ム

・４●●

＆｀ヽ、、．．．．．

＆

ｊ ム

ム

ム

ム

ム

ム

ム

４

人

●●・¶

ム

轟

轟

ム

ム

ム

４
- 丿

２ Ｔ - Ｓ

２ Ｔ - Ｎ

４４

２Ｔ-００２
床 面

縄文中期住居跡群

Ｔ

●
●
１
１

ゝ
●
ゝ

１
・

Ξ｜

哨

・●

哺

４

・１

疸摯鰻

４１ -

４１

- -
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
-
１

Ｉ
Ｉ
Ｉ

１
Ｉ
Ｉ
Ｉ

４

貝層サンプル採取部分セクション図（ト５０）

・ -

七き Ａ ’
● Ｗ

２
３
４
５
６
７
Ｑ
Ｕ

Ｂ Ｂ ’
四 ● ● ｗ -

丿

２ Ｔ 貝 層 サ ン プル 採 取 郎 分 土 層 説 明
１ 泥 土 貝 層 ヤ マ ト シ ジ ミ に 黒 褐 色 土 層 含 む 。

貝の堆積はランダム、
２混貝土層暗褐色土；こヤマトシジミ含む。

上・下層とは土の差が歴然とし
ているが、境は漸移的、

３ 泥 土 灰 層 白 い 灰 と 細 か い 破 砕 貝 に 黒 色 土
炭化物が混じる。

４ 泥 土 貝 層 灰 色 に 焼 け た 破 砕 貝 と 黒 色 土 ・
炭が混合する。

５ 混 土 貝 層 灰 色 に 焼 け た 破 砕 貝 ： こ 焼 土 粒 ・
黒褐色土が混じる。Λ一八 ’では
焼土少ないが、Ｂ-Ｂ自ではとて
も多い、

６ 泥 土 貝 層 や や 保 存 の 悪 い ヤ マ ト シ ジ ミ に
黒褐仏土含む、貝の方向はラン
ダムｃ

７ 黒 褐 色 土 や や く す ん で い る 、 黒 褐 色 土 に
ローム粒斑状に含む。

８ 暗 褐 色 土 硬 く し ま っ た ロ ー ム に 貝 を 若 干
含む。６、７は締まりなく、本
柵との境は水平で明瞭。

※セクション凶左側の水平線は、コラムサンプ
ルのカットごとのレベルを示す。
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